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憲
性

内

野

正

幸

一
、
は
じ
め
に

こ
の
意
見
書
で
は
、
「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
」
(
以
下
、
団
体
規
制
法
と
い
う
)
に
よ
る
観
察
処

分
を
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
改
め
「
ア
レ
フ
」
(
以
下
、

ア
レ
フ
と
い
う
)
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

1撚
也、

法

学
者
の
立
場
か
ら
主
張
し
て
み
た
い
。
同
法
に
よ
る
時
発
防
止
処
分
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
違
憲
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
場
で
は
な
い
。
ま
た
、
観
察
処
分
な
ど
が
間
際
人
権
規
約
B
規
約
(
い
わ
ゆ
る
自
由
権
規
約
)
に
違
反
す
る
か
ど

う
か
、
に
つ
い
て
は
考
察
を
省
略
す
る
。
と
い
う
の
も
、
観
察
処
分
が
違
憲
で
あ
る
と
論
証
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
自
由
権
規
約
違
反
で
あ

る
、
と
主
張
す
る
強
い
必
要
性
は
乏
し
く
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
同
法
の
法
案
審
議
の

A

環
を
な
す
衆
議
院
法
務

委
員
会
で
の
参
考
人
陳
述
(
平
成
一
一
年
一

一
月
一
六
日
)

の
場
で
は
、
私
は
、
違
憲
論
を
明
確
に
主
張
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
法

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)
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律
の
制
定
過
程
の
段
階
で
は
、
法
案
を
よ
り
ま
し
な
も
の
に
修
正
さ
せ
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ
た
戦

術
的
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
同
体
規
制
法
に
よ
る
観
・
料
品
処
分
に
お
い
て
は
、
法
治
主
義
(
法
律
に
よ
る
行
政
)

の
係
閣
枕
は
、
そ
れ
な
り

p

に
守
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ア
レ
フ
関
係
者
に
対
す
る
住
民
登
録
や
就
学
の
拒
否
と
い
う
市
町
村
の
対
応
が
、
法
治
主
義
を
ふ
み
に
じ
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
と
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
登
録
や
就
学
の
拒
百
を
裁
判
で
争
お
う
と
す
る
場
合
は
、
住
民
悲
本
台
帳
法

や
学
校
教
育
法
と
い
う
法
律
の
土
俵
で
、
拒
T

市
川
の
違
法
牲
を
十
分
主
張
で
き
る
(
も
ち
ろ
ん
法
の
適
用
上
の
平
等
と
い
う
憲
法
原
則
や
、

選
挙
権
な
ど
の
憲
法
上
の
人
権
を
も
援
用
し
た
万
が
、
よ
り
有
効
で
あ
る
が
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
観
察
処
分
の
事
例
で
は
、
法
律
論
よ

り
憲
法
論
の
方
が
、
は
る
か
に
議

A

耐
火
と
な
る
c

住
民
議
録
や
就
学
の
括
否
の
事
例
で
あ
れ
、
観
察
処
分
の
事
例
で
あ
れ
、
そ
の
社
会
的
背

長
に
は
、
ア
レ
フ
関
係
者
(
犯
罪
事
件
に
関
与
し
て
い
な
い
人
た
ち
を
含
む
)
に
対
す
る
大
衆
の
根
強
い
荒
別
的
偏
見
を
め
ぐ
る
問
題
が

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
レ
フ
関
係
者
は
、
現
在
の
日
本
社
会
に
お
け
る
社
会
的
少
数
者
の
典
型
例
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の

穏
の
問
題
に
は
深
入
り
し
な
い
。

以
下
の
叙
述
で
は
、
と
く
に
日
本
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
を
か
な
り
震
視
す
る
立
場
を
と
り
た
い
。
団
体
規
制
法
に
つ
い
て
憲
法
判
断

を
求
め
ら
れ
て
い
る
下
級
裁
判
所
は
、
こ
れ
ま
で
に
最
高
裁
判
例
が
確
認
し
て
き
た
人
権
尊
重
主
義
的
な
立
場
を
後
退
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
参
牟
ま
で
に
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
へ
の
一
言
及
も
含
ま
せ
で
あ
る
。

ニ
、
精
神
的
自
由
へ
の
規
制
に
対
す
る
厳
格
な
審
査
の
必
要

( 

ー
) 

精
神
的
自
由
の
優
越
的
地
位



最
高
裁
は
、
最
近
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。
「
集
会
の
自
由
の
制
約
は
、
基
本
的
人
権
の
う
ち
精
神
的
自
由
を
制

約
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
自
由
の
制
約
に
お
け
る
以
上
に
厳
梼
な
基
準
の
下
に
〔
判
断
〕
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
最
判

平
成
七
年
一
一
一
月
七
日
民
集
四
九
巻
三
号
六
八
七
頁
)
。
ぞ
れ
は
、
精
神
的
自
由
の
優
越
的
地
位
と
よ
び
う
る
。
こ
こ
に
い
う
「
精
神
的
自

由
」
に
は
、
集
会
の
自
由
だ
け
で
な
く
表
現
の
自
由
や
信
教
の
自
由
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
こ
と
信
教
の
自
由
の
重
要
性
に
関
し
て
は
、
オ

ウ
ム
真
理
教
(
宗
教
法
人
)
解
散
命
令
事
件
を
扱
っ
た
最
決
平
成
八
年
一
月
三

o
n
(民
集
五

O
巻
一
号
一
九
九
頁
)
が
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
宗
教
法
人
に
関
す
る
法
的
規
制
が
、
信
者
の
宗
教
上
の
行
為
を
法
的
に
制
約
す
る
効
果

を
伴
わ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
に
何
ら
か
の
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
の
保
障
す
る
精
神
的
自
由
の
一
つ

と
し
て
の
信
教
の
自
由
の
重
要
性
に
思
い
を
致
し
、
憲
法
が
そ
の
よ
う
な
規
制
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
慎
重
に
吟
味
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
事
案
を
や
や
異
に
す
る
本
件
に
お
い
て
も
、
間
程
度
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
慎
重
な
吟
味
が
要
請
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
宗
教
団
体
へ
の
観
察
処
分
は
、
法
人
絡
剥
奪
よ
り
い
っ
そ
う
強
く
、
信
教
の
'
日
市
と
く
に
宗
教
的
結
社
の
自
由
に

対
す
る
脅
威
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る

(
そ
も
そ
も
、
憲
法
の
保
障
す
る
結
社
の
自
由
が
、
法
人
格
を
剥
奪
さ
れ
な
い
権
利
を
合
む
も

の
な
の
か
、
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
う
る
)
。

( 

一一) 

外
面
的
な
精
神
的
自
由
の
規
制
に
つ
い
て
の
審
査
基
準
(
危
険
性
の
テ
ス
ト
)

宗
教
的
結
社
の
自
由
を
含
め
外
面
的
な
精
神
的
自
由
が
規
制
さ
れ
て
い
る
事
例
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
違
憲
審
査
基
準
が
採
則
さ
れ
る

べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
規
制
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
ど
の
程
度
の
危
険
性
が
必
要
と
さ
れ
る
か
、
と
い
う
見

地
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

前
述
の
最
判
平
成
七
年
一
一
一
月
七
日
は
、
会
館
使
用
不
許
可
事
由
を
定
め
る
条
例
の
文
武
(
「
公
の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
)

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)
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を
解
釈
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
の
危
険
性
の
程
度
と
し
て
は
、

j
i
-
-
-
単
に
危
険
な
事
態
を
生
ず
る
蓋

然
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
明
ら
か
な
差
し
迫
っ
た
危
険
の
発
生
が
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
。
こ
こ

で
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
法
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
最
高
裁
は
、
外
面
的
な
精
神
的
自
由
の
制
約
が
問
題
に
さ
れ

て
い
る
す
べ
て
の
事
例
に
お
い
て
、
こ
の
法
理
が
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
在
監
者
へ
の
閲
読
制
限
に
つ
い
て
は
、
最
大

判
昭
和
五
八
年
六
月
一
一
一
一
日
(
民
集
一
二
七
巻
五
号
七
九
三
頁
)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
法
捜
ほ
ど
厳
し
い
立
場
を
と
ら
な
い
姿

勢
を
・
ぶ
し
て
い
る
。
「
右
の
制
限
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
閲
読
を
許
す
こ
と
に
よ
り
右
の
規
律
及
び
秩
序
が
や
一
目
さ
れ
る

A

般
的
、

抽
象
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
:
:
:
:
具
体
的
事
情
の
も
と
に
お
い
て
、
そ
の
開
請
を
許
す
こ
と
に
よ
り
監
獄
内

の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
上
放
置
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
程
度
の
障
害
が
生
ず
る
相
当
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
か
っ
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
右
の
制
限
の
程
度
は
、
右
の
障
害
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
閥
に
と
ど
ま

る
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

本
件
の
場
合
、
規
制
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
か
り
に

明
白
か
つ
現
在
の
危
険
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
相
当
の
蓋
然
性
は
要
求
さ
れ
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無

差
別
大
量
殺
人
行
為
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
一
般
的
、
抽
象
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
本
法
は
、

一
般
的
、
抽
象
的
な
お
そ
れ
を
も
っ
て
十
分
で
あ
る
、
と
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
破
壊
活
動
防
止
法
上
の
せ
ん
動
罪
に
関
し
て
は
、
最
判
平
成
一

4

年
九
月
二
八
日
(
刑
集
四
四
巻
六
口
万
四
六
一
二
一
良
)
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
、
ゆ
る
や
か
な
審
査
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
「
右
の
よ
う
な
せ
ん
動
は
、
公
共
の
安
全
を
脅
か
す
現
住
建
造
物
等
放
火

罪
、
騒
擾
努
等
の
重
大
犯
罪
を
ひ
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
社
会
的
に
危
険
な
行
為
で
あ
る
か
ら
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
、
表
現
の
自
由



の
保
護
を
受
け
る
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
、
制
限
を
受
け
る
の
は
や
む
を
得
な
い
」
。
し
か
し
、
こ
の
判
旨
は
、
誰
か
が
無
差
別
大
量

殺
人
を
せ
ん
動
す
る
表
現
行
為
に
出
た
と
し
て
、
こ
の
行
為
を
独
立
せ
ん
動
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
は
合
憲
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る

裁
判
事
件
が
か
り
に
起
こ
っ
た
場
合
に
こ
そ
参
考
に
供
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
関
わ
れ
て
い
な
い
本
件
で
は
、

援
用
す
る
に
適
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
、
本
件
規
制
の
ね
ら
う
目
的
・
利
益

( 

ー
) 

立
法
目
的
の
合
理
性
、
立
法
の
必
要
性
お
よ
び
手
段
の
相
当
性

違
憲
審
査
の
手
順
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
外
国
人
指
紋
押
な
つ
相
官
事
件
を
扱
っ
た
最
判
平
成
七
年
必
二
月
一
五
日
(
刑
集
四
九
巻

a
O
Hゲ
八
四
二
一
只
)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
指
紋
押
な
つ
制
度
は
「
そ
の
し
弘
法
目
的
に
は
十
分
な
合
理
性
が
あ
り
、

か
っ
、
必
要
性
も
宵
定
で
き
」
、
ま
た
、
「
方
法
と
し
て
も
、

一
般
に
許
察
さ
れ
る
限
度
を
超
え
な
い
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
」
、
と
。
こ

こ
に
は
、

A
L
比
法
日
的
の
合
理
性
(
な
い
し
正
当
性
)
、

B
立
法
の
必
要
性
お
よ
び

C
手
段
の
相
当
性
と
い
う
三
段
階
の
テ
ス
ト
が
示
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

B
の
テ
ス
ト
は
、
当
該
日
的
を
現
在
追
求
す
る
こ
と
の
適
否
の
審
査
と
い
う
面
で
は
、

A
の
テ
ス
ト
と
合
体
し

や
す
い
。
ま
た
、

B
の
テ
ス
ト
は
、
当
該
手
段
を
現
在
採
用
す
る
こ
と
の
適
訴
の
審
査
と
い
う
面
で
は
、

C
の
テ
ス
ト
と
合
体
し
や
す
い
。

そ
の
意
味
で
、

A
・
B
-
Cと
い
う
一
二
段
階
の
枠
組
み
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
か
わ
り
に
、
目
的
審
査
お
よ
び
手
段

来
十
余
と
い
う
二
段
階
の
枠
組
み
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
審
査
基
準
は
、

一
般
的
に
は
、

A・

B
・
c

の
す
べ
て
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
危
険
性
の
テ
ス
ト
は
A
・
8
に
か
か
わ
る
。
こ
こ
で
立
法
目
的
の
合
理
性
に
つ
い
て
審

査
す
る
場
合
に
は
、
法
律
の
条
文
に
掲
げ
ら
れ
た
伝
法
目
的
が
一
般
的
・
抽
象
的
に
み
て
正
当
か
、
を
問
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)
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品L.，、

立
法
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
事
実
や
法
の
規
制
態
様
な
ど
と
の
関
係
か
ら
み
て
正
当
か
、
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
立
法
の
必
要
性
い
か
ん
と
い
う
聞
い
を
立
て
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
、
全
信
徒
の
氏
名
も
施
設
の
内
部

状
況
も
か
な
り
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
氏
名
開
示
強
制
や
警
察
の
立
入
り
調
査
な
ど
を
定
め
た
法
律
を
制
定
す
る
必
要
性
は

少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
出
て
き
う
る
。
当
局
と
し
て
は
法
律
に
基
づ
い
て
ア
レ
フ
を
き
ち
ん
と
監
視
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
人
々
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
人
々
を
安
心
さ
せ
る
、
と
い
う
効
果
な
ら
少
し
だ
け
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
こ
の
種
の
こ
と

は
、
立
法
の
臆
さ
れ
た
動
機
の
正
当
性
に
関
す
る
審
査
の
あ
り
方
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
(
こ
の
よ
う
な
動
機
と
し
て
、
本
件
の
場

合
、
ひ
と
つ
に
は
、
住
民
登
録
拒
否
な
ど
の
違
法
状
態
の
解
消
を
図
る
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
)
。
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、
議
論
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

{ 

一一、-'

い
わ
ゆ
る
成
田
新
法
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
と
の
比
較

団
体
規
制
法
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
「
新
東
京
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
慣
法
」
(
以
下
、
成
田
新
法
と

い
う
)
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
最
大
判
平
成
四
年
七
月
一
日
(
民
集
四
六
巻
五
号
四
一
一
一
七
賞
。
以
下
、
成
間
最
大
判
と
い
う
)
と
の
比
較

を
試
み
る
の
が
便
宜
で
あ
る
。
成
田
新
法
の
一
条
は
、
「
新
東
京
間
際
空
港
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
が
行
わ
れ

て
い
る
最
近
の
異
常
な
事
態
に
か
ん
が
み
」
と
規
定
し
て
、
立
法
の
必
要
性
を
裏
づ
け
る
社
会
的
事
実
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

成
田
新
法
が
成
立
し
た
の
は
、

一
九
七
八
年
五
月
一
一
一
日
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
実
際
、
た
と
え
ば
同
年
三
月
二
六
日
に
は
、
い
わ
ゆ
る

過
激
派
が
空
港
管
制
塔
に
乱
入
し
て
破
壊
活
動
を
行
う
、
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
規

定
し
て
い
る
。
「
当
分
の
問
、
新
東
京
国
際
空
港
若
し
く
は
そ
の
機
能
に
関
連
す
る
施
設
の
設
置
若
し
く
は
管
理
を
阻
害
し
、
又
は
新
東

京
国
際
空
港
若
し
く
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
を
妨
害
す
る
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
活
動
の
用
に



供
さ
れ
る
工
作
物
の
使
用
の
禁
止
等
の
措
置
を
定
め
、
も
っ
て
新
東
京
国
際
空
港
及
び
そ
の
機
能
に
関
連
す
る
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の

安
全
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
航
空
の
安
全
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
成
田
最
大
判
は
、
法
令
が
標
梼
す
る
規
制
目
的
を
再

一
首
す
る
よ
り
深
い
検
討
を
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
当
該
人
権
制
限
措
置
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
新
空
港
若
し
く
は
航
空
保
安
施
設
等
の
設
置
、
管
理
の
安
全
の
確
保
並
び
に
新
空
港
及
ぴ
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行

の
安
全
の
確
保
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
新
空
港
を
利
用
す
る
乗
客
等
の
生
命
、
身
体
の
安
全
の
確
保
も
図
ら
れ
る
」
、
と
。
成
田
新
法
の

場
合
、
法
律
の
規
定
の
仕
方
に
お
い
て
も
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
も
、
当
該
人
権
制
限
措
置
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
が
、
か
な
り
明

確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

( 

一一一) 

本
件
規
制
の
ね
ら
う
目
的
・
利
益

団
体
規
制
法
の
場
合
、
保
護
さ
れ
る
利
益
は
、
条
文
上
「
国
民
の
生
活
の
一
平
穏
を
含
む
公
共
の
安
全
の
確
保
」
と
な
っ
て
お
り
、
よ
り

漠
然
と
し
て
い
る
。
「
国
民
の
生
活
の
平
穏
を
含
む
」
と
い
う
言
葉
は
、
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
後
で
、
衆
議
院
で
の
参
考
人
陳
述

の
直
後
に
|
|
お
そ
ら
く
陳
述
の
趣
旨
を
く
み
い
れ
て
l
l
l
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

漠
然
性
が
改
善
さ
れ
た
わ
け
で
は
は
な
い
。
か
り
に
、
裁
判
所
と
し
て
、
団
体
規
制
法
が
人
権
制
限
を
行
う
目
的
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
住
民
側
の
利
益
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
目
的
な
い
し
利
益
に
つ
い
て
、

成
田
最
大
判
と
悶
じ
か
そ
れ
以
上
に
、
明
機
か
つ
具
体
的
に
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。

観
察
処
分
に
付
す
旨
の
公
安
審
査
委
員
会
の
平
成
一
一
一
年
一
月
二
八
日
の
決
定
(
以
下
、
本
件
決
定
と
い
う
)
は
、
「
無
差
別
大
量
殺

人
行
為
が
:
:
・
:
:
平
穏
な
市
民
生
活
に
と
っ
て
重
大
な
脅
威
と
な
る
」
と
い
う
一
夜
一
葉
を
使
っ
て
、
立
法
目
的
の
正
当
性
を
ほ
の
め
か
し
た
。

そ
し
て
、
法
の
規
制
手
段
(
五
条
や
八
条
)
に
ふ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
か
か
る
法
の
規
制
措
置
は
、
公
共
の
福
祉

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)

七
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の
観
点
か
ら
悶
民
の
基
本
的
人
権
に
対
す
る
必
裂
か
ハ
ノ
合
想
的
な
制
約
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
:
:
:
:
観
祭
処
分

が
違
憲
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
己
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
立
法
日
的
の
正
当
性
や
「
必
要
か
つ
合
環
的
な
制
約
」
の
中
味
を
き
ち
ん
と

立
ち
入
っ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
み
て
と
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
公
安
審
査
委
討
会
は
、
遠
滋
審
奈
を
一
行
、
つ
裁
判
所
と
は
同
じ
で

な
い
、
と
い
う
事
怖
も
あ
る
c

か
り
に
、
審
夜
・
決
定
主
体
が
公
安
審
火
札
委
員
会
だ
か
ら
こ

こ
の
よ
う
な
簡
取
な
判
ぷ
で
す
ま
す
こ

と
が
許
さ
れ
る
、
と
み
て
お
こ
う
。
そ
の
場
合
、
審
査
・
決
定
主
体
が
違
掻
審
伐
を
行
う
裁
判
所
に
な
っ
た
以
上
は
、
こ
の
よ
う
な
簡
単

な
判
示
で
す
ま
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
立
法
目
的
の
正
当
性
、
ム
弘
法
の
必
要
性
、

規
制
子
段
の
相
当
性
な
ど
に
つ
い
て
、
深
く
立
ち
入
っ
て
綿
後
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
公
安
審
資
委
員

会
が
合
憲
判
断
を
下
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
委
員
会
は
理
制
の
上
で
は
違
憲
判
断
も
下
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
は
、
問
委
員
会
を
含
め
れ
政
機
関
は
い
か
な
る
窓
昧
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
違
憲
'
孫
査
を
行
い
う
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
で
で
き
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
論
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
ー
ち
な
み
に
、
同
委
員
会
の
手
続
遂

行
過
桂
に
つ
い
て
も
、
伝
聞
証
拠
排
除
や
相
正
容
尋
主
義
な
ど
の
厳
格
な
子
続
の
不
採
川
と
い
う
点
に
お
い
て
適
正
手
続
違
反
を
議
論
す

る
余
地
が
あ
る
が
、
か
り
に
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
点
は
、
本
件
決
定
の
問
題
点
と
し
て
こ
の
場
で
と
り
あ
げ
る
に
過
す

る
こ
と
で
は
な
い
。

さ
て
、
思
う
に
、

一
方
で
、
た
し
か
に
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
の
防
止
は
、
保
護
に
依
す
る
法
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
問
新
法
の

場
合
、
立
法
時
の
二
か
月
足
ら
ず
前
に
、
立
法
の
規
制
対
象
を
な
す
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
社
会
的
事
実
が
認
め

ら
れ
る
の
と
は
違
っ
て
、
本
法
の
場
合
、
立
法
時
の
少
し
前
の
時
期
に
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
事
情
は
作
在
し
な

ぃ
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
行
為
が
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
危
険
も
相
当
の
蓋
然
性
も
な
い

(
抽
象



的
危
険
で
は
足
り
な
い
)
。

一
歩
譲
っ
て
、
か
り
に
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
被
害
を
受
け
や
す
い
の

は
、
ア
レ
フ
施
設
近
隣
の
住
民
で
あ
る
以
上
に
、
そ
れ
以
外
の
場
所
に
い
る
不
特
定
多
数
の
人
々
で
あ
る
(
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
場
合

を
想
起
せ
よ
)
。

む
し
ろ
、
立
法
時
の
少
し
前
の
時
期
に
目
立
っ
た
形
で
認
め
ら
れ
る
社
会
的
事
実
と
い
え
ば
、
地
域
住
民
や
自
治
体
に
よ
る
ア
レ
フ
関

係
者
排
撃
の
動
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
周
辺
地
域
住
民
の
生
活
の
平
穏
」
(
生
活
の
不
安
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
防
止
)
が
説
法
目
的
だ

と
す
れ
ば
、
近
隣
に
お
け
る
ア
レ
フ
施
設
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
れ
が
害
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

(
た
と
え
ば
道
端
で
ア
レ
フ
信
徒

に
出
く
わ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
伴
う
不
快
感
と
か
、

ア
レ
フ
施
設
の
そ
ば
を
通
る
と
変
な
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
不
快
感
に
つ
い
て
)
、

具
体
的
危
険
ど
こ
ろ
か
、

一
見
す
る
と
、
明
白
か
つ
現
夜
の
危
険
の
テ
ス
ト
に
パ
ス
で
き
る

か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
テ
ス
ト
は
、
中
品
川
忠
の
竜
太
性
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
不
安
感
や
一
小

い
わ
ば
一
様
の
実
容
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、

快
感
は
、
重
大
な
害
悪
と
は
い
え
な
い
。
と
も
あ
れ
、
生
活
の
平
穏
は
、
保
護
に
備
す
る
法
益
で
は
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
た
立
法
日
的
は
、
漠
然
と
し
す
ぎ
て
お
り
、
正
当
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
に
い
う
住
民
の
生
活
の
一
平
穏
な
る
も
の
は
、

ア

レ
フ
施
設
が
近
隣
に
あ
る
の
は
何
と
な
く
不
気
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不
気
味
さ
を
解
消
し
た
い
、
と
い
う
感
情
に
す
ぎ
な
い
。
近
隣
の

住
民
が
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
の
被
害
を
受
け
る
蓋
然
性
は
、
き
わ
め
て
小
さ
い
。

生
活
の
一
平
穏
と
い
う
一
一
一
日
葉
を
明
確
な
保
護
法
益
を
指
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
し
た
ら
、
こ
の
首
葉
の
意
味
内
容
は
、
か
な
り
狭
く

な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
所
で
騒
長
や
、

い
や
が
ら
せ
の
電
話
、
郵
便
、
訪
問
な
ど
を
よ
く
経
験
す
る
、
と

い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
生
活
の
平
椋
へ
の
侵
害
を
語
り
う
る
。
か
り
に
生
活
の
平
穏
が
~
玖
目
さ
れ
る
不
利
益
と
い
う
一
一
段
葉
を
使
つ

て
議
論
す
る
と
し
た
ら
、

ア
レ
フ
施
設
の
存
夜
に
よ
っ
て
近
隣
住
民
が
受
け
る
不
利
総
よ
り
も
、
立
入
り
調
資
に
よ
っ
て
ア
レ
フ
信
徒
が

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)

九
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受
け
る
不
利
益
の
万
が
大
き
い
、
と
論
じ
て
み
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

別
の
視
点
か
ら
い
お
う
。
間
体
規
制
法
の
五
条
は
、

ア
レ
ブ
と
い
う
特
定
の
凶
体
へ
の
適
用
を
男
初
か
ら
ね
ら
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
同
法
は
、
措
置
法
(
処
分
的
法
律
)
と
い
え
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

一
般
的
に
い
っ
て
、
措
置
法
は
つ
ね
に
違

患
に
な
る
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
措
置
法
の
合
憲
性
に
つ
い
て
の
考
祭
は
省
略
し
た
い
。
さ
て
、

.
方
で
、
団
体
規
制
法

が
、
附
法
五
条
五
号
の
い
う
「
無
差
別
大
町
議
一
殺
人
行
為
に
及
ぶ
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
」
同
体
に
適
用
さ
れ
る

の
だ
と
し
た
ら
、

ア
レ
フ
は
そ
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
同
条
一

j
問
サ
は
、
具
体
的
危
険
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
は
さ
て

お
き
、
五
号
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
に
限
定
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
同
条
一
号
の
「
当
該
無
蓋
別
大
量
殺
人

行
為
の
首
謀
者
が
現
在
も
当
該
同
体
の
活
動
に
影
響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
事
由
は
、
「
影
響
力
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
「
無

差
別
大
量
殺
人
行
為
に
関
す
る
」
と
い
っ
た
形
容
句
を
補
っ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ο

し
た
が
っ
て
、
当
該
無
差
別
大
量
殺
人
行
為

の
首
謀
者
が
そ
れ
以
外
の
側
面
た
と
え
ば
ヨ
ガ
修
行
の
達
人
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
現
在
も
影
響

h
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ぞ
れ

は
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
、
法
律
の
合
意
限
定
解
釈
と
み
る
余
地
も
少
し
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
法
律
へ
の
違

憲
判
断
は
避
け
う
る
に
し
て
も
、

ア
レ
フ
は
法
律
の
適
用
対
象
に
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
間
体
規
制
法
が
、
同
法
五
条
一

1
問
H
U
を
そ
の

ま
ま
広
く
解
釈
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
み
た
す
同
体
に
適
用
さ
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、

ア
レ
フ
は
そ
の
対

象
に
な
る
が
、
し
か
し
、
今
度
は
、
締
法
の
ア
レ
フ
へ
の
適
用
を
、
「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
に
及
ぶ
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り

る
事
実
が
あ
る
」
団
体
に
対
す
る
規
制
措
置
の
名
の
も
と
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
法
が
、

A

定
の
事
実
が

あ
れ
ば
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
に
及
ぶ
危
険
性
が
あ
る
と
み
な
す
、
と
い
う
立
場
を
実
質
上
と
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
の
ア
レ
フ
は
、
「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
に
及
ぶ
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
」



団
体
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
本
法
は
、
あ
く
ま
で
も
無
差
別
大
最
殺
人
行
為
に
及
ぶ
危
険
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ア
レ
フ
批
判
運
動
の
推
進

者
な
ど
の
特
定
人
を
殺
す
危
険
性
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
信
徒
の
監
禁
そ
の
他
、
よ
り
重
大
で
な
い
秘
罪
を
起
こ
す
危
険

性
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
決
定
は
、
信
徒
が
「
住
日
侵
入
・
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
等
」
を
最
近
犯
し
た
こ
と

に
言
及
し
な
が
ら
、

ア
レ
フ
は
「
依
然
と
し
て
危
険
な
体
質
を
保
持
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
筋
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
で

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
犯
罪
を
犯
す
危
険
で
は
な
く
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
犯
す
危
険
な
の
で
あ
る
。

四
、
規
制
手
段
と
く
に
メ
ン
バ
ー
名
開
示
強
制
の
違
憲
性

( 

ー
) 

序

こ
こ
で
は
、
立
法
目
的
が
正
当
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
は
不
問
に
付
す
こ
と
に
し
よ
う
ハ

d

し
た
が
っ
て
、
採
用
さ
れ
た
手
段
が
正
点

な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
か
け
も
行
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
観
察
処
分
に
か
か
わ
る
諸
手
段
に

つ
い
て
は
、
立
入
り
調
査
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
点
で
違
憲
性
を
主
張
し
う
る
が
、
以
下
で
は
、

メ
ン
バ
ー
名
開
示
強
制
(
義
務
づ
け
)

の
違
憲
性
に
重
点
を
お
き
た
い
。

( 

一一) 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
の
判
例
に
つ
い
て

団
体
の
会
員
名
の
開
示
強
制
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
最
高
裁
判
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
絞
尚
裁
の
判
例

に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
①
Z
〉
K
F
のM
M

4

・
km毎
回
HHMPω
自
己
-
m
w
-
A
E
m
w
(

凶
器
∞
)
と
、
②

g
g
g
d『・

目
。
江
島
m
F
o
m時国目白江
4
0
。。

g
g・唱
ω4M山一口・∞
vωω
∞
(
]
F
m
v
m凶

ω)
で
あ
る
。

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)



筑
波
法
政
第
三
十
日
ヴ
(
二

O
O
一

)

①
事
件
は
、

Z
E
S
(黒
人
地
位
向
上
協
会
)
が
州
裁
判
所
か
ら
会
員
名
簿
の
開
示
を
命
じ
ら
れ
て
担
合
し
た
と
こ
ろ
、
罰
金
を
科

せ
ら
れ
る
な
ど
し
た
ケ

i
ス
で
あ
る
。
①
判
決
は
、
罰
金
を
失
効
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
に
よ

る
会
員
名
簿
の
調
査
を
免
れ
る
権
利
は
、
合
法
的
な
私
的
利
益
を
追
求
し
て
他
人
と
臼
由
に
結
社
活
動
(
交
流
]
を
行
う
、
と
い
う
メ
ン

パ
ー
の
権
利
と
深
く
関
連
し
て
お
り
、
憲
法
修
正
一
四
条
[
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
〕

の
保
護
の
射
程
に
入
る
ほ
ど
で
あ
る
、
と
。

②
事
件
も
、
似
た
よ
う
な
ケ

1
ス
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
州
政
府
側
の
敗
訴
と
な
っ
た
。
判
決
で
は
、
次
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
立
法
機
関
に
よ
る
調
査
が
、
憲
法
修
正
一
条
・
一
四
条
の
保
障
す
る
個
人
の
結
社
す
る
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
、
と
主
張
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
州
政
府
は
、
求
め
て
い
る
情
報
〔
会
員
名
簿
]
と
き
わ
め
て
重
要
な
政
府
利
益
と
の
相
当
程
度
の
関
連
を
説
得
的

に
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
で
は
、
こ
の
よ
う
な
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
。

( 

一一) 

宗
教
団
体
の
メ
ン
バ
ー
名
の
開
示
強
制

日
本
国
憲
法
は
、
二
一
条
で
「
結
社
の
自
由
」
、
一
一

O
条
で
「
信
教
の
自
由
」
を
そ
れ
ぞ
れ
明
文
で
保
障
し
て
い
る
。
ま
た
、

一一一一条

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
保
障
す
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
の
解
釈
と
し
て
、
団
体
の
全

会
員
名
の
開
示
強
制
は
、
そ
れ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
憲
法
一
二
条
お
よ
び
一
三
条
に
違
反
し
、
ま
た
、
そ
の
団
体
が

宗
教
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
あ
わ
せ
て
憲
法
二

O
条
違
反
に
も
な
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
団
体
の
全
会
員
名
の
開
示
強

制
は
、
前
述
し
た
精
神
的
自
由
の
優
越
的
地
位
に
て
ら
し
て
、
団
体
が
宗
教
団
体
や
政
治
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
以
外
の
種
類
の
団

体
で
あ
る
場
合
と
比
べ
て
、
例
外
が
よ
り
狭
い
も
の
に
な
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
在
家
信
徒
を
含
む
す
べ
て
の
メ
ン

パ
l
の
名
前
を
開
示
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
不
可
欠
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
か
り
に
ア
レ
フ
施
設
の
管
理
責
任
者
の
氏

名
だ
け
を
開
示
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
別
異
に
解
す
る
余
地
が
少
し
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。



確
認
の
た
め
い
え
ば
、

メ
ン
バ
ー
情
報
が
市
町
村
役
場
な
ど
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
な
る
こ
と
、

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
り
に
、
全
国
の
施
設
の
信
徒
名
を
ア
イ
ウ
エ
オ
願
の
一
覧
表
に
し
て
各
市
町
村
に
提
供
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
行

わ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
な
る
。

な
お
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
し
て
、
個
人
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
団
体
の
人
権
も
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
の
か
、
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
る
が
、
こ
の
文
脈
で
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。

(
四
)

住
居
不
可
侵
と
立
入
り
調
査

立
入
り
調
査
受
忍
義
務
に
つ
い
て
も
、
住
民
不
可
侵
と
い
う
形
態
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
保
隊
と
い
う
見
地
か
ら
批
判
的
に
問
題
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
家
宅
捜
索
の
令
状
主
義
な
ど
に
つ
い
て
定
め
る
憲
法
三
五
条
は
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
と
同
時
に
、
非
刑

事
手
続
の
文
脈
を
含
め
住
居
不
可
侵
と
い
う
実
体
的
権
利
を
保
障
し
た
条
文
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
住
居
に
侵
入
さ
れ
な
い
権
利

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
不
必
要
な
立
入
り
調
査
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
居
の
生
活
の
千
億

を
害
さ
れ
た
、
と
い
う
主
張
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
く
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
住
居
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
申
一
目
さ
れ
た
、

と
い
う
主
張
は
十
分
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。

前
述
の
成
田
最
大
判
は
、
「
行
政
手
続
に
お
け
る
強
制
の

J

種
で
あ
る
立
入
り
」
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
当
該
立
入
り
が
、
[
甲
〕
公
共
の
福
祉
の
維
持
と
い
う
行
政
日
的
を
達
成
す
る
た
め
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
[
乙
〕
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
の
資
料
収
集
に
直
接
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
〔
丙
〕
強
制

の
程
度
、
態
様
が
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
を
総
合
判
断
し
て
、
裁
判
官
の
令
状
の
要
否
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
れ

は
、
甲
が
肯
定
さ
れ
乙
ヤ
内
が
否
定
さ
れ
れ
ば
令
状
不
要
の
方
向
に
傾
く
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
判
示
を
参
考
に
し
て
私
見
を
い
え
ば
、
令
状
な
し
の
立
入
り
調
査
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)



筑
波
法
政
第
一
二
十
号
(
二

O
O
一)

問

可
欠
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
み
た
さ
れ
て
は
じ
め
て
合
憲
と
な
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、

ア
レ
フ
施
設
へ
の
立
入
り
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
を
み
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
令
状
な
し
の
立
入
り

調
査
に
お
い
て
は
直
接
強
制
は
憲
法
k
詐
き
れ
な
い
、
と
解
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
夜
接
強
制
を
伴
わ
な
い
立
入
り

調
査
で
あ
れ
ば
、
令
状
な
し
で
あ
っ
て
も
無
条
件
に
合
憲
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

付
言
的
な
が
ら
、
立
入
り
調
査
は
、
裁
判
官
に
よ
る
令
状
の
発
布
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
当
然
に
合
意
に
な
る
、
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
仮
定
の
話
と
し
て
、
立
入
り
調
査
の
必
要
な
ア
レ
フ
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
、
な
ど
に
つ
い
て
の
認
定
を
令
状
に
恭

づ
い
て
行
、
て
と
い
う
仕
組
み
が
法
定
さ
れ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
で
も
依
然
と
し
て
、
立
入
り
調
査
は
、
そ
の
必
要
不
可
欠
性

と
い
う
見
地
か
ら
み
て
、
憲
法
一
二
五
条
違
反
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
条
の
文
言
と
の
関
係
で
は
、
「
正
当
な
理
山
に

基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
」
と
い
う
要
件
を
み
た
さ
な
い
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
(
こ
の
。
要
件
は
、
何
よ
り
も
、
裁
判
官
の
令
状
発
布
が

正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
滋
味
す
る
が
、
く
わ
え
て
、
立
法
者
は
令
状
発
布
の
仕
組
み
を

法
定
す
る
場
合
に
は
そ
れ
を
正
当
な
湖
町
山
に
基
づ
く
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
を
合
む
も
の
で
あ
る
、
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
)
。



注

3 2 

団
体
規
制
法
の
違
憲
性
を
主
張
し
た
文
献
と
し
て
は
、
川
崎
英
明
・
一
一
一
島
総
「
団
体
規
制
法
の
違
憲
性
」
法
律
時
報
七

A

」
巻
一
一
一
号
五
一
一
一
災

以
下
(
二

0
0
0
)
や
、
小
沢
隆
一
吋
現
代
日
本
の
法
』
(
法
律
文
化
社
、
二

0
0
0
)
八
五

1
八
七
一
良
を
も
参
照
。

芦
部
信
玄
同
「
憲
法
学
直
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
八
)
四
一
七
頁
な
ど
参
照
。

団
体
(
結
社
)
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
つ
い
て
否
定
的
な
の
は
、
橋
本
恭
弘
「
非
政
治
団
体
の
政
治
的
自
由
と
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の

自
由
(
下
)
」
高
知
女
子
大
学
紀
要
/
人
文
・
社
会
科
学
編
間
一
二
巻
(
一
九
九
五
)
二
一
一
一
貨
の
注
(
二

O
)
で
あ
り
、
肯
定
的
な
の
は
、
芦

部
信
喜
一
編
安
感
法
E
人
権
川
』
(
有
斐
閥
、
一
九
七
八
)
ム
ハ

O
間
一
良
〔
佐
藤
幸
治
執
筆
〕
で
あ
る
が
、
私
は
後
説
を
支
持
し
た
い
。
こ
こ
で

の
私
見
は
、
営
業
活
動
を
合
め
団
体
活
動
に
は
側
人
の
活
動
と
し
て
と
ら
え
る
に
適
さ
な
い
も
の
も
か
な
り
あ
る
か
ら
同
体
も
人
権
の
主
体

に
な
り
う
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

a

般
論
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
体
の
財
務
報
告
の
開
示
強
制
は
、
事

例
の
類
型
に
応
じ
て
合
憲
に
な
っ
た
り
違
慾
に
な
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
が
違
憲
に
な
る
場
合
三
例
と
し
て
桜
在
や
綴
お
の
政
治
間
体
を

敵
視
す
る
た
め
に
そ
の
間
体
の
財
務
報
告
の
開
示
を
強
制
す
る
場
合
)
、
ぞ
れ
は
倒
人
と
い
う
よ
り
同
体
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
佼
得
さ
れ
た

事
例
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

憲
法
一
一
一
五
条
解
釈
の
再
構
成
に
つ
い
て
は
、
大
石
同
県
吋
憲
法
史
と
憲
法
解
釈
」
(
信
山
社
、
二

0
0
0
)

問
九
民
注
(
一
)
所
引
の
文
献
を
参
照
。

一
四
一
一
一
一
災
以
下
、
お
よ
び
問

(1) 

(
4
)
 

*
な
お
、
本
稿
は
、
宗
教
団
体
ア
レ
フ
が
公
安
審
恋
委
員
会
を
被
行
と
し
て
起
こ
し
た
行
政
訴
訟
を
審
理
し
て
い
る
東
京
地
裁
に
対
し
て
、
私

が一一

0
0
0年
一
一
月
に
提
出
し
た
鑑
定
意
見
書
と
ほ
ぼ
附
じ
も
の
で
あ
る
。

団
体
規
制
法
上
の
観
察
処
分
の
違
憲
性
(
内
野
)

五


